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源
氏
物
語
に
お
け
る
複
合
動
詞
「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
用
法 

岡
野
幸
夫 

  
 

一
、
は
じ
め
に 

 

本
稿
は
、「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
源
氏
物
語
」
の
複
合
動
詞
語
彙
の
構
造
お
よ
び
平
安
時
代
和
文
に

お
け
る
複
合
動
詞
の
意
味
構
造
を
解
明
す
る
一
階
梯
と
し
た
い
（
注
一
）
。 

 

『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』（
文
献
⑩
）
に
よ
れ
ば
、「
源
氏
物
語
」
に
は
異
な
り
語
数
で

総
計
三
、
七
五
三
語
の
複
合
動
詞
が
あ
る
（
注
二
）

が
、
そ
の
う
ち
「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合

動
詞
は
一
九
五
語
あ
り
、
全
体
の
約
五
・
二
％
を
占
め
る
。
ま
た
、「
思
ふ
」
を
構
成
要
素
に
も

つ
複
合
動
詞
は
四
六
一
語
あ
り
、
こ
れ
は
、
構
成
す
る
複
合
動
詞
の
数
と
し
て
は
第
一
位
の
「
打

つ
」（
六
二
二
語
）
に
次
い
で
第
二
位
で
あ
る
（
注
三
）
。
こ
の
よ
う
に
、
数
量
的
見
地
の
み
か
ら

で
も
、「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
が
、
複
合
動
詞
語
彙
の
研
究
上
、
無
視
で
き
な
い
存

在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
「
思
ひ
知
る
」
は
、
知
覚
作
用
と
い
う
、
一
種
の
心
理
動
作
を

表
す
「
知
る
」
に
、
代
表
的
な
心
理
動
詞
で
あ
る
「
思
ふ
」
が
上
接
す
る
と
い
う
、
一
見
冗
長

さ
を
感
じ
さ
せ
る
語
構
成
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
意
味
用
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

以
下
、
右
の
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
、「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
用
法
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、

意
味
や
前
後
の
文
脈
、
共
起
す
る
語
句
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、「
思
ふ
」
が
上
接
し
な
い
、
単
独

の
「
知
る
」
と
比
較
す
る
（
注
四
）
。 

  
 

二
、
先
学
の
研
究 

 

稿
末
に
、
本
稿
で
の
考
察
に
関
連
す
る
先
学
の
研
究
を
①
～
⑨
と
し
て
一
覧
し
た
。
こ
れ
ら

か
ら
、「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
や
「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
用
法
、
構
成
要
素
間
の
意

味
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
を
整
理
す
る
。 

 

佐
久
間
博
子
氏
は
①
で
、「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
に
つ
い
て
、「「
思
ふ
」
が
も
と

も
と
持
っ
て
い
る
意
味
と
、
結
合
し
た
動
詞
の
意
味
の
共
通
の
も
の
が
、
強
調
さ
れ
る
の
で
あ

る
。」（
四
五
頁
）

と
あ
り
、
多
義
の
「
思
ふ
」
が
表
し
う
る
文
脈
的
意
味
を
分
析
的
に
複
合
動
詞
と

し
て
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
前
述
の
「
分
類
語
彙
表
」
で
、「
精
神
」

の
項
に
入
る
動
詞
と
、「
思
ふ
」
が
結
合
し
て
い
る
場
合
は
、「
思
ふ
」
単
独
の
用
法
で
は
表
わ

せ
な
い
意
味
を
、
こ
れ
ら
の
動
詞
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
「
思
ふ
」
に
与
え
て
い
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、「
思
ふ
」
を
結
合
し
て
い
る
動
詞
の
意
味
の
方
に
傾
か
せ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
」（
四
六
頁
）

と
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
結
合
す
る
動
詞
に
対
し
て
「
思

ふ
」
が
意
味
の
主
要
部
分
を
担
う
よ
う
な
意
味
関
係
に
な
る
、
と
い
う
主
張
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
項
の
「
思
ふ
」
を
中
心
に
複
合
動
詞
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
で
、
②

以
降
と
は
異
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
論
で
あ
る
。 

 

中
村
幸
弘
氏
は
②
で
、「
万
葉
集
」
に
見
ら
れ
る
「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
を
い
く

つ
か
の
群
に
分
類
し
、
そ
の
う
ち
の
「
思
ひ
＋
心
的
動
作
動
詞
」
型
に
つ
い
て
、「
思
ひ
―
」
型

複
合
動
詞
と
、「
思
ひ
」
が
付
か
な
い
単
独
動
詞
と
の
違
い
は
、「
意
味
上
の
異
同
で
は
な
く
、

度
合
ひ
、
深
さ
の
面
で
の
差
を
見
る
べ
き
問
題
か
に
思
は
れ
る
」（
六
三
頁
）

と
述
べ
、「
思
ひ
」
が

付
く
こ
と
に
よ
り
、
心
理
的
意
味
に
心
理
的
意
味
が
加
算
さ
れ
、
後
項
た
る
心
的
動
作
動
詞
の

意
味
が
強
調
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
①
の
前
半
部
分
と
同
様
の
主
張
で
あ
る
が
、
①

で
は
前
項
の
「
思
ひ
」
に
意
味
の
重
点
が
あ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
②
は
後
項
動
詞
に
意
味

の
重
点
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

竹
村
佳
代
子
氏
は
③
で
、「
お
ぼ
し
い
そ
ぐ
」
と
「
い
そ
ぐ
」
の
違
い
に
つ
い
て
、「「
お
ぼ
し

い
そ
ぐ
」
に
は
、
思
い
悩
む
心
と
強
い
意
志
が
あ
る
」（
二
九
頁
）

の
に
対
し
、「「
い
そ
ぐ
」
は
早
く

し
よ
う
と
思
う
心
の
動
き
と
共
に
、
そ
の
後
当
然
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
を
も
含
ん
で
表
わ

し
て
い
る
語
で
あ
る
」（
三
一
頁
）

と
述
べ
、「
お
ぼ
す
」
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
的
意
味
を
表

す
こ
と
、
そ
し
て
「
い
そ
ぐ
」
は
心
理
だ
け
で
な
く
具
体
的
な
行
為
を
も
表
す
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。 
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2 

 
関
一
雄
氏
は
④
で
、中
古
か
ら
近
世
の
複
合
動
詞
語
彙
を
統
計
的
に
概
観
し
、他
動
詞
同
士
、

自
動
詞
同
士
の
組
合
せ
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
複
合
動
詞
の
構
成
要
素
間
の
意
味
関
係

の
基
調
は
、
時
代
を
通
じ
て
一
致
関
係
（
構
成
要
素
が
対
等
に
複
合
し
て
、
新
た
な
意
味
を
生

じ
て
い
る
も
の
）
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
（
一
〇
九
頁
）
。
そ
の
際
、「
思
ふ
」
を
含
む
も
の
は
「
思
ふ
」

の
自
他
の
判
別
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
別
扱
い
に
し
て
い
る
（
一
〇
六
頁
）
。
ま
た
⑧
で
は
、「
平
安

仮
名
文
学
の
中
で
、
散
文

―
物
語
・
日
記
・
随
筆
類
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
詞
語
彙
は
、
基

本
的
に
、
動
作
主
体
、
す
な
わ
ち
登
場
人
物
の
動
き
（
演
技
）
を
表
す
用
語
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
目
に
映
り
、
耳
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
動
作
を
表
す
動
詞
（「
具
体
動
作
語
動
詞
」
と
仮
称
）

が
核
と
な
り
、
心
の
動
き
を
表
す
動
詞
（「
心
理
動
作
語
動
詞
」
と
仮
称
）
が
補
完
的
役
割
を
果

た
し
た
」（
七
一
～
七
二
頁
）

と
述
べ
、「
平
安
の
仮
名
物
語
用
語
と
し
て
の
単
独
動
詞
は
、
基
本
的
に

具
体
動
作
語
で
あ
り
、
心
理
動
作
は
、
そ
れ
に
「
お
も
ひ
」
を
上
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
語

さ
れ
た
と
考
え
る
」（
七
五
頁
）

と
も
述
べ
る
。
こ
の
考
え
は
⑨
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。 

 

安
光
裕
子
氏
は
⑤
で
、「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
の
構
成
要
素
間
の
意
味
関
係
に
つ

い
て
分
類
整
理
し
、「
単
独
「
思
ふ
」
や
単
独
「α

」
よ
り
も
、
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
で
き
た
「
思

ひ
＋α

」
の
方
が
、
意
味
は
更
に
強
調
さ
れ
、
広
が
り
、
又
更
に
詳
し
く
限
定
さ
れ
、
複
雑
な

観
念
を
表
わ
し
て
い
る
」（
一
四
頁
）

と
述
べ
る
。
ま
た
、「
単
独
「
思
ふ
」
は
十
分
独
立
し
て
い
る

と
は
い
え
、
他
の
多
く
の
動
詞
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
表
現
し
得

な
か
っ
た
部
分
を
補
っ
て
い
る
」（
一
五
頁
）

と
も
述
べ
る
。 

 

竹
内
美
智
子
氏
は
⑥
で
、「
お
ぼ
し
疑
ふ
」「
お
も
ひ
疑
ふ
」
が
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
き

わ
め
て
重
要
な
箇
所
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
前
項
の
「
思
ひ
」
は
、「
疑

ふ
」
こ
と
す
な
わ
ち
不
信
の
念
が
、
心
の
奥
底
に
、
じ
っ
と
湛
え
ら
れ
て
、
ぬ
ぐ
い
去
り
難
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
、
後
項
の
「
疑
ふ
」
に
深
い
陰
影
を
添
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
」（
一
七
二
頁
）

と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、「
源
氏
物
語
の
「
思
ひ
―
」
に
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
心
の
世
界

を
描
く
た
め
の
も
の
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
」（
一
七
五
頁
）

と
も
述
べ
、
文
学
的
考
察
に
ま
で
及

ぶ
。 

 

山
田
み
ど
り
氏
は
⑦
で
、「
思
ふ
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
の
構
成
要
素
間
の
意
味
関
係
を

分
類
し
、「
思
ひ
知
る
」
は
そ
の
中
の
「
２
、「
思
ひ
」
の
主
体
が
同
時
に
下
の
動
詞
の
主
体
で

も
あ
る
も
の
（「
思
ひ
」
が
下
の
動
詞
を
連
用
修
飾
し
て
い
る
）」
の
「
Ａ
、
下
の
動
詞
の
行
為

と
「
思
ふ
」
行
為
と
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
」
の
ｄ
「（
し
か
と
）
認
識
し
て
～
す
る
」
に
分

類
さ
れ
て
い
る
（
九
頁
）
。 

 

以
上
、
先
学
の
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
ま
と
め
る
と
、
①
を
除
け
ば
、
表
現
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が
、「
思
ふ
」
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
項
動
詞
の
意
味
が
心
理
的
な
動
作
に
な
る

こ
と
、
前
項
の
「
思
ふ
」
は
後
項
に
対
し
て
連
用
修
飾
の
関
係
に
な
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
。 

  
 

三
、「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
用
法 

 
 
 

三
・
一 

概
観 

 

「
源
氏
物
語
」
に
は
、
一
三
一
例
の
「
思
ひ
知
る
」
が
見
ら
れ
、「
思
ふ
」
が
付
か
な
い
単
独

の
「
知
る
」
は
五
二
九
例
見
ら
れ
る
（
注
五
）
。 

 

「
思
ひ
知
る
」
の
用
例
か
ら
顕
著
に
見
て
と
れ
る
傾
向
と
し
て
、
自
発
の
助
動
詞
「
る
」
が

下
接
す
る
も
の
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
全
一
三
一
例
の
う
ち
四
六
例
（
三
五
・

一
％
）
が
該
当
す
る
。
単
独
「
知
る
」
の
場
合
は
全
五
二
九
例
の
う
ち
一
〇
例
（
一
・
九
％
）

で
あ
り
、
明
ら
か
な
傾
向
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。 

①
院
に
も
、
か
ゝ
る
こ
と
な
む
と
き
こ
し
め
し
て
、「（
略
）」
な
ど
御
け
し
き
あ
し
け
れ
ば
、

わ
が
御
こ
ゝ
ち
に
も
げ
に
と
お
も
ひ
し
ら
る
れ
ば
、
か
し
こ
ま
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
。（
葵
291

⑥
） 

用
例
①
は
、
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
関
係
を
耳
に
し
た
桐
壺
院
が
、
光
源
氏
を
諫
め
る
場

面
で
あ
る
。
諫
め
ら
れ
た
光
源
氏
は
「
お
の
ず
か
ら
反
省
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
思
ひ
知
る
」
が
「
意
図
的
で
な
く
、
自
然
に
そ
う
な
る
」
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
、
助
動
詞
「
る
」
と
「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
と
の
親
和
性
が
う
か
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が
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

 

「
思
ひ
知
る
」
の
構
成
要
素
間
に
接
続
助
詞
「
て
」「
つ
つ
」
が
介
在
す
る
用
例
は
「
源
氏
物

語
」
に
は
存
在
し
な
い
。
謙
譲
語
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
が
介
在
す
る
例
は
一
六
例
見
ら
れ
、
係
助

詞
「
こ
そ
」「
も
」
が
介
在
す
る
例
は
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
（
注
六
）
。 

②
「
い
の
ち
な
が
さ
の
い
と
つ
ら
う
思
ふ
た
ま
へ
し
ら
る
ゝ
に
、
ま
つ
の
思
は
ん
こ
と
だ
に

は
づ
か
し
う
お
も
ふ
た
ま
へ
侍
れ
ば
、
も
ゝ
し
き
に
行
か
ひ
侍
ら
ん
こ
と
は
ま
し
て
い
と

は
ゞ
か
り
お
ほ
く
な
む
。（
略
）」
と
の
た
ま
ふ
。（
桐
壺
12
⑫
） 

用
例
②
は
、
桐
壺
帝
か
ら
の
手
紙
を
読
ん
だ
桐
壺
女
御
の
母
が
、
使
者
で
あ
る
靫
負
命
婦
に
話

す
場
面
で
あ
る
。「
荘
子
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
長
生
き
の
つ
ら
さ
が
思
い
知
ら
れ
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
例
に
限
ら
ず
「
思
ひ
給
へ
知
る
」
の
謙
譲
語
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
は
、
構
成

要
素
の
間
に
介
在
し
て
い
る
が
、
意
味
的
に
は
前
項
「
思
ふ
」
だ
け
を
謙
譲
語
に
し
て
い
る
と

は
考
え
ら
れ
ず
、「
思
ひ
知
る
」
全
体
を
謙
譲
語
に
す
る
よ
う
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

謙
譲
語
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
が
介
在
す
る
例
が
相
当
数
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
尊
敬
語
の
語

形
で
あ
る
「
思
し
知
る
」「
思
ほ
し
知
る
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、「
思
ひ
知
る
」
が
さ
ま
ざ
ま

な
人
間
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

③ 

「
山
里
の 

秋
の
夜
ふ
か
き 

あ
は
れ
を
も 

も
の
思
ふ
人
は 

思
こ
そ
知
れ 

を
の
づ
か
ら
御
心
も
か
よ
ひ
ぬ
べ
き
を
」
な
ど
あ
れ
ば
、「
あ
ま
君
お
は
せ
で
、
ま
ぎ
ら
は

し
き
こ
ゆ
べ
き
人
も
侍
ら
ず
。
い
と
よ
づ
か
ぬ
や
う
な
ら
む
」
と
せ
む
れ
ば
、 

 
 

憂
物
と 

思
も
し
ら
で 

す
ぐ
す
身
を 

物
お
も
ふ
人
と 

ひ
と
は
し
り
け
り 

わ
ざ
と
い
ら
へ
と
も
な
き
を
、
き
ゝ
て
つ
た
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
…
（
手
習
358
⑩
⑬
） 

用
例
③
は
、
小
野
の
山
里
で
暮
ら
す
浮
舟
を
訪
問
し
た
中
将
が
詠
み
か
け
た
和
歌
を
聞
い
た
浮

舟
が
、
返
事
の
つ
も
り
で
も
な
く
和
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。
介
在
す
る
係
助
詞
は
、
係
り
結

び
や
否
定
表
現
と
呼
応
し
つ
つ
、
前
項
「
思
ふ
」
の
み
な
ら
ず
、「
思
ひ
知
る
」
全
体
を
強
調
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る
（
注
七
）
。
な
お
、
点
線
部
に
単
独
「
知
る
」
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
傍

線
部
「
思
も
し
ら
で
」
と
対
応
し
て
お
り
、「
思
ひ
知
る
」
の
意
味
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
。 

 

ま
た
、
文
献
⑩
に
よ
る
と
、
構
成
要
素
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
「
知
り
思
ふ
」「
知
り
思
す
」

「
知
り
思
ほ
す
」
は
平
安
時
代
の
仮
名
文
献
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
（
注
八
）
。 

 

以
上
、
構
成
要
素
間
に
謙
譲
語
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
や
係
助
詞
「
こ
そ
」「
も
」
が
介
在
す
る
事

実
、
お
よ
び
構
成
要
素
の
結
合
順
が
固
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、「
思
ひ
知
る
」
が
二
語

の
連
続
で
は
な
く
、
一
語
の
複
合
動
詞
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 
 

三
・
二 

目
的
語 

 

「
思
ひ
知
る
」「
知
る
」
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
語
を
と
る
。
ど
の
よ
う
な
目
的
語
を
と

る
か
、
便
宜
上
、
二
例
な
い
し
三
例
以
上
見
ら
れ
る
も
の
を
以
下
に
一
覧
す
る
。 

           

 
右
の
表
を
見
る
と
、
両
者
に
共
通
す
る
目
的
語
が
多
い
が
、「
思
ひ
知
る
」
に
特
徴
的
な
語
句

と
し
て
、「
も
の
」「
な
に
ご
と
」「
よ
ろ
づ
」
と
い
っ
た
、
抽
象
的
で
漠
然
と
し
た
も
の
が
見
ら

れ
る
。
反
対
に
、「
知
る
」
に
は
「
こ
と
わ
り
」
と
い
っ
た
、
論
理
的
な
語
句
が
見
ら
れ
る
。 

④
あ
ま
ぎ
み
、
か
み
を
か
き
な
で
つ
ゝ
、「（
略
）。
か
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
い
と
か
ゝ
ら
ぬ
人

も
あ
る
も
の
を
。
こ
姫
君
は
十
ば
か
り
に
て
殿
に
を
く
れ
給
ひ
し
ほ
ど
、
い
み
じ
う
も
の

よ
ろ
づ 

ち
ぎ
り 

あ
は
れ 

身
・
身
の
程
・
身
の
有
様 

な
に
ご
と 

心
の
程
・
心
ば
へ
・
心
ざ
し
・
も
の
の
心 

世
・
世
の
中 

も
の 

思
ひ
知
る
（
二
例
以
上
） 

2 3 4 5 6 8 12 18 

ち
ぎ
り 

命
・
命
の
程 

身
・
身
の
上
・
身
の
程 

こ
と
わ
り 

程
・
も
の
の
程 

「
世
」
系
（
注
一
〇
） 

あ
は
れ
・
も
の
の
あ
は
れ 

「
心
」
系
（
注
九
） 

知
る
（
三
例
以
上
） 

3 4 5 5 8 13 15 63 

13
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は
お
も
ひ
し
り
給
へ
り
し
ぞ
か
し
。（
略
）」
と
て
い
み
じ
く
な
く
を
み
給
も
、
す
ゞ
ろ
に

か
な
し
。（
若
紫
159
①
） 

⑤
「
い
ま
す
こ
し
物
を
も
思
ひ
し
り
給
ほ
ど
ま
で
み
す
ぐ
さ
ん
と
こ
そ
は
、
と
し
ご
ろ
ね
ん

じ
つ
る
を
、ふ
か
き
ほ
い
も
と
げ
ず
な
り
ぬ
べ
き
心
ち
の
す
る
に
思
も
よ
を
さ
れ
て
な
ん
。

（
略
）」
と
、
よ
ろ
づ
に
お
ぼ
し
わ
づ
ら
ひ
た
り
。（
若
菜
上
219
⑤
） 

こ
れ
ら
は
「
も
の
」
の
例
で
あ
る
。
用
例
④
は
、
尼
君
が
亡
く
な
っ
た
母
親
を
引
き
合
い
に
出

し
て
若
紫
を
諫
め
る
場
面
、
用
例
⑤
は
、
朱
雀
院
が
女
三
宮
の
こ
と
を
心
配
し
て
婿
の
候
補
を

批
評
す
る
場
面
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
も
の
ご
と
の
道
理
が
分
か
る
、
判
断
力
を
持
つ
」
と
い

っ
た
意
味
で
あ
る
。 

⑥
む
か
し
は
な
に
事
も
ふ
か
く
も
お
も
ひ
し
ら
で
、
な
か

く
、
さ
し
あ
た
り
て
い
と
を
し

か
り
し
こ
と
の
さ
は
ぎ
に
も
、
お
も
な
く
て
み
え
た
て
ま
つ
り
け
る
よ
、
と
い
ま
ぞ
、
お

も
ひ
い
づ
る
に
む
ね
ふ
た
が
り
て
、
い
み
じ
く
は
づ
か
し
き
。（
常
夏
17
①
） 

⑦
「
い
と
た
づ
き
も
し
ら
ぬ
心
ち
し
つ
る
に
、
う
れ
し
き
御
け
は
ひ
に
こ
そ
。
な
に
ご
と
も
、

げ
に
お
も
ひ
し
り
給
け
る
た
の
み
、
こ
よ
な
か
り
け
り
」
と
て
、
よ
り
ゐ
給
へ
る
を
、（
橋

姫
318
⑦
） 

こ
れ
ら
は
「
な
に
ご
と
」
の
例
で
あ
る
。
用
例
⑥
は
、
父
内
大
臣
に
諫
め
ら
れ
た
雲
居
雁
の
心

中
、
用
例
⑦
は
、
宇
治
の
姫
君
の
冷
た
い
応
接
に
困
っ
て
い
た
薫
が
、
弁
の
対
応
に
感
謝
す
る

場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
「
も
の
ご
と
の
道
理
が
分
か
る
、
判
断
力
を
持
つ
」
と
い
っ
た
意
味

で
あ
る
。 

⑧
あ
ひ
な
く
も
の
給
か
な
、
と
お
ぼ
せ
ど
、「
と
し
ご
ろ
に
よ
ろ
づ
お
も
ふ
給
へ
し
り
に
た
る

も
の
を
、む
か
し
の
す
き
心
の
名
残
あ
り
が
ほ
に
の
給
ひ
な
す
も
ほ
い
な
く
な
む
。よ
し
、

を
の
づ
か
ら
」
と
て
、（
澪
標
119
⑩
） 

用
例
⑧
は
「
よ
ろ
づ
」
の
例
で
あ
る
。
死
に
瀕
し
た
六
条
御
息
所
か
ら
娘
を
託
さ
れ
た
光
源
氏

が
返
答
す
る
場
面
で
あ
る
。
今
は
万
事
心
得
て
い
る
の
に
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
て

不
本
意
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

⑨
れ
い
ぜ
ん
院
の
き
さ
い
の
宮
よ
り
も
、
あ
は
れ
な
る
御
せ
う
そ
こ
た
え
ず
、
つ
き
せ
ぬ
こ

と
ゞ
も
き
こ
え
給
ひ
て
、 

 
 

か
れ
は
つ
る 

の
べ
を
う
し
と
や 

な
き
人
の 

秋
に
心
を 

と
ゞ
め
ざ
り
け
ん 

 

い
ま
な
ん
こ
と
は
り
し
ら
れ
侍
ぬ
る
。 

と
あ
り
け
る
を
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
御
心
に
も
、
う
ち
か
へ
し
、
を
き
が
た
く
み
給
ふ
。（
御

法
179
⑥
） 

⑩
や
う

く
こ
と
は
り
し
り
給
に
た
れ
ど
、
人
の
御
う
へ
に
て
も
物
を
い
み
じ
く
思
し
づ
み

給
て
、
い
と
ゞ
か
ゝ
る
か
た
を
う
き
も
の
に
思
は
て
ゝ
、（
総
角
430
⑤
） 

こ
れ
ら
は
「
こ
と
わ
り
」
の
例
で
あ
る
。
用
例
⑨
は
、
紫
上
の
死
後
、
秋
好
中
宮
が
光
源
氏
に

手
紙
を
送
る
場
面
で
、紫
上
が
秋
で
は
な
く
春
を
好
き
だ
と
し
た
こ
と
の
理
路
が
今
分
か
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
用
例
⑩
は
、
匂
宮
と
中
君
の
結
婚
後
、
大
君
が
薫
と
対
面
す
る
場
面
で
、

大
君
が
自
分
た
ち
姉
妹
の
収
ま
る
べ
き
行
く
末
は
理
解
し
た
も
の
の
…
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

以
上
、
い
く
つ
か
の
用
例
を
見
た
が
、「
知
る
」
に
論
理
的
な
目
的
語
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、

「
思
ひ
知
る
」
に
抽
象
的
な
目
的
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
両
者
の
差
異
を
考
え
る
上
で
注
目

す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
知
る
」
は
直
接
的
な
知
覚
作
用
を
表
す
動
詞
で
あ
る

の
に
対
し
、「
思
ひ
知
る
」
は
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
う
え
で
の
知
覚
作
用
を
表
す
複
合
動
詞

で
あ
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
、
共
通
す
る
目
的
語
の
う
ち
、
両
者
に
比

較
的
用
例
の
多
い
「
世
」
系
の
目
的
語
を
と
る
用
例
で
検
討
す
る
。 

⑪
ね
ら
れ
た
ま
は
ぬ
ま
ゝ
に
は
、「
我
は
か
く
人
に
に
く
ま
れ
て
も
な
ら
は
ぬ
を
、
こ
よ
ひ
な

む
は
じ
め
て
う
し
と
よ
を
お
も
ひ
し
り
ぬ
れ
ば
、
は
づ
か
し
く
て
な
が
ら
ふ
ま
じ
う
こ
そ

お
も
ひ
な
り
ぬ
れ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、（
空
蟬
84
②
） 

⑫
宮
、「
よ
の
な
か
を
か
り
そ
め
の
こ
と
ゝ
お
も
ひ
と
り
、
い
と
は
し
き
心
の
つ
き
そ
む
る
事

も
、
わ
が
身
に
う
れ
へ
あ
る
と
き
、
な
べ
て
の
世
も
う
ら
め
し
う
思
ひ
し
る
は
じ
め
あ
り

て
な
ん
、
道
心
も
お
こ
る
わ
ざ
な
め
る
を
、（
略
）」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、（
橋
姫
308
⑭
） 

⑬
も
と
よ
り
づ
し
や
か
な
る
所
は
お
は
せ
ざ
り
し
人
の
、
と
し
ご
ろ
は
、
さ
ま

ぐ
に
世
中

14
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を
思
し
り
、
き
し
か
た
を
く
や
し
く
、
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
の
事
に
ふ
れ
つ
ゝ
、
か
ず
も

な
く
お
ぼ
し
あ
つ
め
て
、
い
と
い
た
く
す
ぐ
し
給
に
た
れ
ど
、（
若
菜
上
253
⑨
） 

(11)
人
の
け
は
ひ
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
、
も
の
ふ
か
く
を
も
き
か
た

は
を
く
れ
て
、
ひ
た
ふ
る
に
わ
か
び
た
る
も
の
か
ら
よ
を
ま
だ
し
ら
ぬ
に
も
あ
ら
ず
、
い

と
や
む
ご
と
な
き
に
は
あ
る
ま
じ
、
い
づ
く
に
い
と
か
う
し
も
と
ま
る
心
ぞ
、
と
か
へ
す

く
お
ぼ
す
。（
夕
顔
113
⑭
） 

(12)
「（
略
）
あ
や
ま
ち
も
お
は
せ
ぬ
身
を
、
い
と
つ
ゝ
ま
し
げ
に
お
も
ほ
し
わ
び
た
め
る
も
、

い
さ
ゝ
か
に
て
も
世
を
し
り
給
へ
る
人
こ
そ
あ
れ
、
い
か
で
か
は
と
、
こ
と
は
り
に
い
と

お
し
く
み
た
て
ま
つ
る
」
と
て
、
ひ
き
お
こ
し
て
ま
い
ら
せ
た
て
ま
つ
る
。（
東
屋
162
⑮
） 

(13)
す
こ
し
よ
の
な
か
を
も
し
り
給
へ
る
け
に
や
、
さ
ば
か
り
あ
さ
ま
し
く
わ
り
な
し
と
は
お

も
ひ
給
へ
り
つ
る
も
の
か
ら
、
ひ
た
ふ
る
に
い
ぶ
せ
く
な
ど
は
あ
ら
で
、
い
と
ら
う

く
じ

く
は
づ
か
し
げ
な
る
け
し
き
も
そ
ひ
て
、
さ
す
が
に
な
つ
か
し
く
い
ひ
こ
し
ら
へ
な
ど
し

て
、
い
だ
し
給
へ
る
程
の
心
ば
へ
な
ど
を
思
ひ
出
る
も
、（
宿
木
69
⑬
） 

用
例
⑪
は
、
空
蟬
に
拒
絶
さ
れ
た
光
源
氏
が
、
小
君
を
責
め
る
場
面
、
用
例
⑫
は
、
宇
治
の
八

宮
が
阿
闍
梨
に
語
る
場
面
、
用
例
⑬
は
、
朱
雀
院
の
出
家
後
、
光
源
氏
の
訪
問
を
受
け
た
朧
月

夜
の
様
子
で
あ
る
。
用
例
(11)
は
、
夕
顔
の
こ
と
が
気
に
か
か
る
光
源
氏
の
心
中
、
用
例
(12)
は
、

浮
舟
の
乳
母
が
、匂
宮
に
言
い
寄
ら
れ
た
浮
舟
を
中
君
の
御
前
に
連
れ
て
行
き
陳
情
す
る
場
面
、

用
例
(13)
は
、
中
君
に
迫
っ
た
薫
が
、
翌
朝
に
な
っ
て
昨
夜
の
様
子
を
思
い
出
す
場
面
で
あ
る
。 

 

用
例
⑪
～
⑬
の
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
思
ひ
知
る
」
の
場
合
は
思
考
の
結
果
や
内
容
が
語

句
と
し
て
表
現
さ
れ
る
例
が
多
い
。
一
方
、
単
独
「
知
る
」
の
場
合
は
そ
う
し
た
語
句
は
現
れ

な
い
。「
思
ひ
知
る
」
が
「
あ
れ
こ
れ
考
え
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
こ
れ
だ
と
理
解
す
る
」
と

い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、
単
独
「
知
る
」
は
、
端
的
に
「
理
解
す
る
」
と
い
う
意

味
を
表
し
て
お
り
、
両
者
に
は
「
思
ふ
」
の
有
無
に
対
応
し
た
意
味
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

前
述
の
用
例
①
で
、「
思
ひ
知
る
」
は
自
発
の
助
動
詞
が
下
接
す
る
用
例
が
多
く
、「
意
図
的

で
な
く
、
自
然
に
そ
う
な
る
」
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

こ
れ
も
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
あ
れ
こ
れ
考
え
る
と
、

自
然
と
こ
れ
こ
れ
の
結
論
に
至
る
」
と
い
う
つ
な
が
り
な
の
で
あ
る
。 

 
 
 

三
・
三 

話
し
手
と
聞
き
手
の
人
間
関
係 

 

こ
の
項
で
は
、
会
話
・
手
紙
・
和
歌
と
い
っ
た
、
話
し
手
（
送
り
手
を
含
む
）
と
聞
き
手
（
受

け
手
を
含
む
）
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
と
く
に
、
身
分
な
ど
の
上
下
関
係
に
注
目

す
る
。
上
位
・
下
位
の
判
断
は
、
登
場
人
物
の
身
分
差
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
し
た
が
う

が
、
微
差
の
場
合
は
、
前
後
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
作
者
に
よ
る
待
遇
表
現
に
よ
っ
て
判
断
す

る
。
そ
れ
で
も
差
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
は
上
下
関
係
の
判
断
を
保
留
す
る
。 

 

「
思
ひ
知
る
」「
思
し
知
る
」「
思
ほ
し
知
る
」
と
単
独
「
知
る
」
の
全
例
に
つ
い
て
、
上
下

関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
直

接
用
い
る
用
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。（
注
一
一
） 

 

ま
た
、
目
前
の
相
手
に
直
接
用
い
る
用
例
（
手
紙
で
語
り
か
け
る
場
合
も
含
む
）
の
数
を
比

較
す
る
と
、
単
独
「
知
る
」
は
全
五
二
九
例
中
三
〇
例
（
五
・
七
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
、「
思

ひ
知
る
」
は
全
一
三
一
例
中
九
例
（
六
・
九
％
）、「
思
し
知
る
」
は
全
八
四
例
中
二
二
例
（
二

六
・
二
％
）、「
思
ほ
し
知
る
」
は
全
五
例
中
二
例
（
四
〇
・
〇
％
）
で
あ
る
。「
思
ひ
知
る
」「
思

し
知
る
」「
思
ほ
し
知
る
」
を
総
計
す
る
と
全
二
二
〇
例
中
三
三
例
（
一
五
・
〇
％
）
と
な
り
、

単
独
「
知
る
」
よ
り
か
な
り
高
い
率
で
目
前
の
相
手
に
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
直
接
用
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
や
、「
思
ふ
」

「
思
す
」「
思
ほ
す
」が
付
く
と
目
前
の
相
手
に
直
接
用
い
や
す
く
な
る
、と
い
う
こ
と
が
ら
は
、

何
を
表
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
筆
者
は
、「
源
氏
物
語
」
成
立
当
時
、
単
独
「
知
る
」
は
、

目
前
の
相
手
に
直
接
用
い
る
と
、
相
手
の
知
覚
作
用
を
直
接
述
べ
る
こ
と
に
な
り
、
い
さ
さ
か

ぶ
し
つ
け
な
感
じ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
思
ひ
知
る
」

は
、
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
う
え
で
の
知
覚
作
用
と
い
う
意
味
を
表
す
が
ゆ
え
に
、
直
接
性

が
和
ら
げ
ら
れ
、
単
独
「
知
る
」
よ
り
婉
曲
で
ソ
フ
ト
な
表
現
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。 

⑭
「
な
を
か
う
お
ぼ
し
し
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
こ
そ
か
へ
り
て
は
あ
さ
う
御
心
の
ほ
ど
し
ら
る
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れ
。（
略
）
世
中
を
む
げ
に
お
ぼ
し
し
ら
ぬ
に
し
も
あ
ら
じ
を
」
と
、
よ
ろ
づ
に
き
こ
え
せ

め
ら
れ
給
て
、
い
か
ゞ
い
ふ
べ
き
、
と
わ
び
し
う
お
ぼ
し
め
ぐ
ら
す
。
世
を
し
り
た
る
か

た
の
心
や
す
き
や
う
に
、
お
り

く
ほ
の
め
か
す
も
め
ざ
ま
し
う
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
み

の
う
さ
な
り
や
、
と
お
ぼ
し
つ
ゞ
け
給
に
、
し
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
給
う
て
、（
夕
霧
98
⑬
） 

こ
の
用
例
は
、
柏
木
の
死
後
、
言
い
寄
っ
て
く
る
夕
霧
の
セ
リ
フ
に
不
快
感
を
覚
え
る
落
葉
宮

の
心
中
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
夕
霧
が
落
葉
宮
に
「（
世
中
を
）
思
し
知
る
」
を
使
っ
た
の
を

受
け
て
、
落
葉
宮
は
自
分
が
「（
世
を
）
知
る
」
と
言
わ
れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
、
視
点
の
違
い

に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

前
述
の
用
例
③
に
お
い
て
も
、「
思
ひ
知
る
」
と
単
独
「
知
る
」
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
、
立
場
の
違
い
に
応
じ
た
使
い
分
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 

三
・
四 

構
成
要
素
間
の
意
味
関
係 

 

複
合
動
詞
の
構
成
要
素
間
の
意
味
関
係
と
し
て
は
、
文
献
④
に
「
一
、
補
助
関
係
、
二
、
修

飾
関
係
、
三
、
一
致
関
係
」（
八
七
頁
）

の
三
種
類
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
補
助
関
係
」
は
後
項
が

前
項
を
意
味
的
に
補
助
す
る
関
係
、「
修
飾
関
係
」は
前
項
が
後
項
を
意
味
的
に
補
助
す
る
関
係
、

「
一
致
関
係
」
は
前
項
と
後
項
が
意
味
的
に
は
対
等
で
、
新
た
な
意
味
を
生
じ
て
い
る
関
係
を

指
す
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
「
並
立
関
係
」
を
加
え
て
考
え
た
い
。
こ
れ
は
、
前
項
と
後
項
が

意
味
的
に
対
等
で
、
新
た
な
意
味
は
生
じ
て
い
な
い
関
係
で
あ
る
。
狭
義
の
複
合
動
詞
と
は
呼

べ
な
い
が
、
本
稿
で
「
並
立
関
係
」
ま
で
も
広
義
の
複
合
動
詞
に
含
め
る
の
は
、
意
味
的
に
二

語
の
連
続
で
あ
っ
て
も
、
文
法
的
に
は
一
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
や
、
そ
れ
が
一
回
的
な

臨
時
の
語
形
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
動
き
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
た
い

か
ら
で
あ
る
。
複
合
動
詞
語
彙
の
実
態
や
史
的
変
遷
を
広
く
と
ら
え
て
研
究
す
る
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
た
方
が
よ
り
深
く
検
討
で
き
る
と
考
え
る
（
注
一
二
）
。 

 

さ
て
、「
思
ひ
知
る
」
が
一
語
の
複
合
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
三
・
一
で
述
べ
た
が
、
構
成
要
素

間
の
意
味
関
係
は
「
補
助
・
修
飾
・
一
致
・
並
立
」
の
い
ず
れ
の
関
係
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
辞
書
の
記
述
を
確
認
す
る
。
用
例
等
は
略
し
、
語
義
の
み
引
用
す
る
。 

○
北
山
谿
太
著
『
源
氏
物
語
辞
典
』（
平
凡
社
・
一
九
五
七
） 

 

思
ひ
知
る
…
「
心
に
わ
き
ま
へ
知
る
。
心
に
さ
と
る
。
解
す
。」 

 

思
し
知
る
・
思
ほ
し
知
る
…
「
思
ひ
知
る
の
敬
語
。」 

 

知
る
…
「
①
さ
と
る
。
理
解
す
。
心
得
。
わ
き
ま
ふ
。
見
わ
く
。
み
と
む
。
②
考
慮
す
。
意

と
す
。
③
経
験
す
。
④
交
は
り
親
し
む
。
男
女
の
交
り
を
な
す
。
⑤
か
か
は
る
。
関
係

す
。
か
ま
ふ
。
世
話
す
。
⑥
治
む
。
支
配
す
。
領
す
。
つ
か
さ
ど
る
。」（
注
一
三
） 

○
中
田
祝
夫
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
・
一
九
八
三
） 

 

思
ひ
知
る
…
「（
物
の
道
理
や
趣
な
ど
を
）
わ
き
ま
え
知
る
。
理
解
す
る
。
ま
た
、
身
に
し
み

て
感
じ
る
。」 

 

思
し
知
る
・
思
ほ
し
知
る
…
項
目
な
し
。 

※
「
思
す
」
の
「
語
誌
」
に
、「
連
用
形
「
お
ぼ
し
」
は
、
他
の
心
的
動
作
を
表
す
動
詞
に
上
接

し
尊
敬
の
意
を
加
え
る
。
こ
れ
を
接
頭
語
と
す
る
説
も
あ
る
。」
と
あ
り
、
参
考
文
献
と
し
て

文
献
⑬
⑭
を
挙
げ
る
（
森
昇
一
氏
執
筆
）。 

 

知
る
…
【
自
動
詞
】
わ
か
る
。【
他
動
詞
】
①
わ
か
る
。
理
解
す
る
。
②
意
識
す
る
。
感
じ
る
。

③
認
め
る
。
見
分
け
る
。
④
経
験
す
る
。
見
聞
し
た
こ
と
が
あ
る
。
⑤
親
し
く
つ
き
あ

う
。
⑥
男
女
の
交
際
を
す
る
。
⑦
関
係
す
る
。
責
任
を
持
つ
。 

○
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
・
二
〇
〇
一
） 

 

思
い
知
る
…
「
物
事
の
道
理
や
趣
な
ど
を
わ
き
ま
え
知
る
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
当
て
る
。
理

解
す
る
。
痛
感
す
る
。
悟
る
。」 

 

思
し
知
る
…
「（「
お
も
い
し
る
（
思
知
）」
の
尊
敬
語
）
物
事
の
道
理
や
趣
な
ど
を
理
解
な
さ

る
。
な
る
ほ
ど
と
お
思
い
に
な
る
。」 

 

思
ほ
し
知
る
…
「（「
お
も
い
し
る
（
思
知
）」
の
尊
敬
語
）
事
の
深
い
わ
け
や
趣
を
お
わ
き
ま

え
に
な
る
。
心
に
お
さ
と
り
に
な
る
。
理
解
な
さ
る
。
お
ぼ
し
し
る
。」 

※
「
思
す
」
の
第
四
の
意
味
と
し
て
「
多
く
、
知
覚
的
動
作
を
表
わ
す
動
詞
の
上
に
付
け
て
、

そ
の
動
作
主
へ
の
尊
敬
の
意
を
加
え
る
。「
お
ぼ
し
あ
が
む
」「
お
ぼ
し
い
ら
る
」「
お
ぼ
し
う
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た
が
ふ
」「
お
ぼ
し
し
る
」「
お
ぼ
し
す
つ
」「
お
ぼ
し
な
げ
く
」「
お
ぼ
し
み
だ
る
」「
お
ぼ
し

よ
る
」「
お
ぼ
し
わ
す
る
」「
お
ぼ
し
わ
ぶ
」
な
ど
。」
と
あ
り
。 

 

知
る
…
【
自
動
詞
】
物
事
の
性
質
、
な
り
ゆ
き
、
対
処
す
べ
き
方
法
な
ど
が
わ
か
る
。【
他
動

詞
】
物
事
を
す
っ
か
り
自
分
の
も
の
に
す
る
意
。
□一
（
知
）
①
物
事
の
発
生
、
存
在
、

状
態
、
内
容
、
働
き
な
ど
を
わ
き
ま
え
る
。
○イ
物
事
の
発
生
や
存
在
を
認
め
る
。
意
識

す
る
。
認
識
す
る
。
感
知
す
る
。
○ロ
物
事
の
状
態
、
な
り
ゆ
き
、
他
と
の
区
別
、
対
処

す
べ
き
方
法
な
ど
を
わ
き
ま
え
る
。
○ハ
物
事
の
意
味
、
内
容
、
情
趣
、
本
質
な
ど
を
理

解
す
る
。
さ
と
る
。
○ニ
打
消
の
語
を
伴
っ
て
、「
…
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
に
用

い
る
。
②
考
え
に
入
れ
る
。
考
慮
す
る
。
③
実
際
に
行
な
っ
て
み
た
り
、
見
聞
し
た
り

す
る
。
経
験
す
る
。
→
男
を
知
る
・
女
を
知
る
。
④
人
と
交
わ
り
親
し
む
。
面
識
が
あ

る
。
⑤
関
知
す
る
。
か
か
わ
り
あ
う
。
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
、
相
手
の
こ
と
ば
に

対
し
て
「
拒
絶
す
る
、
問
題
に
し
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
わ
す
場
合
が
多
い
。 

い
ず
れ
も
、
第
二
節
で
検
討
し
た
先
学
の
研
究
と
軌
を
一
に
す
る
説
明
で
あ
る
と
考
え
て
よ
さ

そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
思
ひ
知
る
」
の
前
項
「
思
ひ
」
は
、
後
項
「
知
る
」
が
心
理
的
に
行

わ
れ
る
こ
と
を
連
用
修
飾
的
に
表
し
、
心
理
動
作
「
知
る
」
の
意
味
が
、
同
じ
く
心
理
動
作
「
思

ひ
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
古
語
大
辞
典
』
の
「
身
に
し

み
て
感
じ
る
」
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
痛
感
す
る
」
と
い
っ
た
語
釈
に
現
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、「
思
す
」
に
関
し
て
、
点
線
部
の
よ
う
な
説
明
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方

は
、「
思
ひ
知
る
」「
思
し
知
る
」「
思
ほ
し
知
る
」
の
語
釈
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し

か
も
、
例
え
ば
「
思
ひ
知
る
」
と
「
思
し
知
る
」
と
で
は
複
合
動
詞
と
し
て
の
意
味
構
造
が
ま

っ
た
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、「
思
ふ
」「
思
す
」「
思
ほ
す
」「
思
ひ
給
ふ
（
下
二
段
）
」
を

含
む
複
合
動
詞
語
彙
の
体
系
性
に
対
し
、
整
合
を
欠
く
説
明
に
見
え
る
。 

 

本
稿
の
筆
者
は
、
三
・
一
～
三
・
三
の
検
討
を
総
合
す
る
と
、「
思
ひ
知
る
」
に
お
け
る
構
成

要
素
間
の
意
味
関
係
は
「
一
致
関
係
」
で
あ
る
と
考
え
る
。「
あ
れ
こ
れ
考
え
て
、
こ
れ
こ
れ
だ

と
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
一
見
「
並
立
関
係
」
に
も
見
え
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

接
続
助
詞
「
て
」「
つ
つ
」
を
介
在
さ
せ
た
例
や
、
構
成
要
素
の
結
合
順
が
転
倒
し
た
例
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
判
断
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
の
で
、
単
な
る
「
並
立
関
係
」
で
は
な
く
、
構
成
要
素
の
意
味
が
融
合
し
た
「
一

致
関
係
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
辞
書
の
記
述
や
先
学
の
研
究
と
は
異
な
る
結
論
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
思
ひ
知
る
」
に
関
し
て
の
結
論
で
あ
っ
て
、
ほ
か
の
「
思
ふ
」
を
前
項
と

す
る
複
合
動
詞
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
検
討
を
要
す
る
。 

  
 

四
、
ま
と
め 

 

本
稿
で
は
、「
源
氏
物
語
」
に
用
い
ら
れ
る
「
思
ひ
知
る
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
用
法
を
検

討
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
構
成
要
素
間
の
意
味
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
意
味
用
法
の
検
討
で

は
、
自
発
の
助
動
詞
が
下
接
す
る
用
例
が
多
い
こ
と
、
漠
然
と
し
た
抽
象
的
な
目
的
語
を
と
る

こ
と
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
、
単
独
「
知
る
」
と

比
較
し
て
目
前
の
相
手
に
直
接
用
い
や
す
い
こ
と
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
を
明
ら
か
に
し
、「
あ

れ
こ
れ
考
え
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
こ
れ
だ
と
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
。
ま
た
、
構
成
要
素
の
意
味
関
係
は
、「
一
致
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。 

 

今
後
の
課
題
は
多
い
。「
知
る
」
以
外
の
心
理
動
作
を
表
す
動
詞
に
「
思
ふ
」
が
付
い
た
複
合

動
詞
に
つ
い
て
検
討
し
、
構
成
要
素
間
の
意
味
関
係
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
解
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
心
理
」
に
は
「
論
理
」
的
な
も
の
と
「
情
緒
」
的
な
も
の
と
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、「
思
ふ
」
を
含
む
複
合
動
詞
に
そ
の
よ
う
な
区
別
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、
興
味

深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
具
体
動
作
を
表
す
動
詞
の
場
合
は
「
情
緒
」
的
に
な
る
も
の
が
多
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
）。
少
数
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
「
思
ふ
」
を
後
項
に
も
つ
複
合
動
詞
に
つ
い
て

も
検
討
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
。 

 

（
注
） 

一
、
本
稿
で
い
う
「
複
合
動
詞
」
と
は
、「
動
詞
連
用
形
に
動
詞
が
下
接
し
、
構
文
上
一
語
を
な
す
も
の
」
を
指

17



8 

す
。
こ
こ
で
い
う
「
動
詞
」
に
は
、
意
味
論
お
よ
び
語
彙
史
的
立
場
か
ら
、
接
辞
化
し
た
も
の
や
補
助
動
詞
化

し
た
も
の
も
含
め
る
。
ま
た
、
構
成
要
素
間
に
係
助
詞
・
副
助
詞
・
敬
語
の
補
助
動
詞
等
が
介
在
し
た
も
の
も
、

複
合
動
詞
と
し
て
と
ら
え
る
。 

二
、
文
献
⑩
所
収
の
別
表
に
よ
る
。
こ
れ
に
は
三
語
以
上
か
ら
な
る
複
合
動
詞
も
含
む
。
以
下
、
本
稿
に
お
け
る

複
合
動
詞
の
数
値
は
同
書
お
よ
び
筆
者
が
所
有
す
る
同
書
の
基
礎
デ
ー
タ
に
よ
る
。 

三
、
ち
な
み
に
、「
思
す
」「
思
ほ
す
」
を
前
項
に
も
つ
複
合
動
詞
は
そ
れ
ぞ
れ
一
六
九
語
、
四
二
語
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
を
構
成
要
素
に
も
つ
複
合
動
詞
は
そ
れ
ぞ
れ
四
二
四
語
、
七
四
語
あ
る
。 

四
、「
思
ふ
」
の
敬
語
形
で
あ
る
「
思
す
」「
思
ほ
す
」
に
つ
い
て
は
、
敬
語
の
問
題
が
か
ら
む
た
め
、
本
稿
で
は

い
っ
た
ん
切
り
離
し
、「
思
ひ
知
る
」
を
中
心
に
検
討
す
る
が
、
お
お
ま
か
な
論
旨
は
「
思
す
」「
思
ほ
す
」
に

も
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
。。 

五
、
使
用
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
。
用
例
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。
用
例
の
検
索
に
は
別
巻
の

『
源
氏
物
語
索
引
』
を
用
い
た
。 

六
、
こ
の
ほ
か
、
副
助
詞
「
だ
に
」
が
介
在
す
る
例
が
「
思
し
知
る
」
に
一
例
見
ら
れ
る
。 

七
、
係
助
詞
の
介
在
に
つ
い
て
は
文
献
⑪
を
参
照
。 

八
、
文
献
④
（
八
一
～
八
七
頁
）

で
は
、
構
成
要
素
の
結
合
順
が
転
倒
す
る
例
の
有
無
が
、
複
合
動
詞
の
認
定
に
重
要
な

根
拠
と
な
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。 

九
、
心
・
こ
と
の
心
・
心
ざ
し
の
程
・
心
の
程
・
心
ば
へ
・
も
の
の
心
・
心
ざ
ま
・
心
の
う
ち
・
下
の
心
・
心
の

底
。 

一
〇
、
世
・
世
の
中
・
世
の
有
様
・
世
の
中
の
有
様
・
憂
き
世
。 

一
一
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
会
話
な
ど
で
、
話
題
に
出
て
く
る
第
三
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
い
く
つ

か
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
下
位
者
の
心
中
が
述
べ
ら
れ
る
場
面
で
、
上
位
者
に
対
し
て
用
い
て
い
る
例
も
若
干
あ

る
。 

一
二
、
こ
の
ほ
か
、
文
献
⑫
に
、
文
献
④
と
は
こ
と
な
る
観
点
か
ら
の
意
味
関
係
が
考
え
ら
れ
て
お
り
興
味
深
い

が
、
本
稿
で
は
と
ら
な
い
。 

一
三
、
こ
の
う
ち
⑥
の
意
味
は
、
ほ
か
の
辞
書
で
は
「
し
る
（
領
）」
と
し
て
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。 

（
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⑫
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